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現
在
、
下
野
市
役
所
で
は
、「
下
野
市
人
材
育
成
基
本
方

針
」
に
基
づ
き
新
時
代
に
求
め
ら
れ
る
職
員
の
能
力
開
発
や

指
導
育
成
を
可
能
と
す
る
能
力
・
実
績
を
重
視
し
た
人
材
育

成
型
の
人
事
評
価
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度

は
、「
市
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
実
施
規
程
」
に
よ
り
、

詳
細
な
取
り
決
め
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
い
つ
か
ら
こ
の
よ
う
な
人
事
評
価
制
度
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
？
実
は
我
が
国
が
「
日
本
」
と
い
う
国
号
を
使

い
始
め
た
頃
か
ら
こ
の
制
度
は
確
立
し
て
い
ま
し
た
。「
唐と

う

」

な
ど
先
進
国
の
制
度
を
日
本
に
導
入
し
、
ア
レ
ン
ジ
し
た
の

が
「
律
令
制
度
」
と
な
り
ま
す
。
そ
の
制
度
の
も
と
、
い
か

に
円
滑
に
中
央
と
地
方
が
連
動
し
て
国
策
を
推
進
す
る
か
、

そ
の
た
め
に
は
官
僚
機
構
を
早
急
に
整
え
、地
方
に
国
府
（
現

在
の
県
庁
に
相
当
）・
郡ぐ

ん
が衙

（
現
在
の
郡
・
市
・
町
の
行
政

機
関
に
相
当
）
を
整
備
し
、
そ
の
職
務
に
当
た
れ
る
人
材
を

繰
り
返
し
育
成
で
き
る
か
が
命
題
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
制

度
導
入
時
の
関
係
者
の
中
の
一
人
が
、
後
の
式
部
卿
大
将
軍

正
四
位
下
下し

も
つ
け毛

野の

朝あ

臣そ
ん

古こ

麻ま

ろ呂
で
す
。

　

現
在
、
平
城
京
の
人
口
は
、
十
万
人
前
後
説
と
五
〜
六
万

人
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
平
城
京
の
住
民
の
う
ち
、
一
〜

二
万
人
が
下
級
官
人
の
「
長

ち
ょ
う
じ
ょ
う

上
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
ほ

か
、
臨
時
職
員
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
社
会
科
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当

時
の
中
央
国
家
機
構
は
、「
二に
か
ん
は
っ
し
ょ
う
い
ち
だ
い
ご

官
八
省
一
台
五
衛え

ふ府
」
と
総

称
さ
れ
る
行
政
機
構
で
仕
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

中
で
式し

き
ぶ
し
ょ
う

部
省
が
文
官
の
勤
務
評
定
・
人
事
・
朝
廷
儀
礼
を
統

括
、
兵

ひ
ょ
う
ぶ
し
ょ
う

部
省
が
武
官
の
勤
務
評
定
・
人
事
の
ほ
か
、
諸
国
軍

団
・
兵
士
・
軍
事
施
設
・
兵
器
の
管
理
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。

各
省
の
メ
ン
バ
ー
は
「
カ
ミ
」「
ス
ケ
」「
ジ
ョ
ウ
」「
サ
カ
ン
」

と
呼
ば
れ
る
「
四し
と
う
か
ん

等
官
」
を
中
心
に
構
成
さ
れ
ま
し
た
。
現

代
風
に
解
釈
す
る
と
「
部
長
」「
課
長
」「
課
長
補
佐
」「
係
長
」

と
い
っ
た
管
理
職
に
相
当
す
る
よ
う
な
職
階
で
す
。
そ
の
下

に「
史し

し
ょ
う生

」と
呼
ば
れ
る
一
般
事
務
職
が
置
か
れ
ま
し
た
。「
ス

ケ
」
以
下
は
「
大
・
少
」
に
分
か
れ
て
複
数
の
人
数
が
配
置

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
が
、「
官
か
ん
し
ょ
く職」と
呼
ば
れ
、こ
の
ほ
か「
正

一
位
」
か
ら
始
ま
り
「
従
一
位
」「
正
二
位
」・
・
・
と
下
が

り
、
正
四
位
か
ら
は
お
の
お
の
「
上
」
と
「
下
」
に
わ
か
れ
、

最
下
位
は
「
少

し
ょ
う
し
ょ初

位い

げ下
」
ま
で
の
三
〇
階
級
と
な
る
「
位
階
」

が
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
現
在
に
類
似
し
ま

す
が
、
古
代
と
現
在
の
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
現

在
で
は
、「
肩
書
き
」
に
対
応
し
て
「
等
級
号
俸
」
が
あ
り

給
料
が
決
ま
り
ま
す
。
古
代
の
官
人
の
給
料
は
位
階
に
よ
っ

て
決
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
人
が
何
位
の
位
階
か
で
給
料
が

決
ま
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
「
○
○
カ
ミ
（
長
官
）」
の
肩
書・

ポ
ス
ト
よ
り
、
正
五
位
上
や
従
五
位
下
な
ど
の
階
級
が
上
が

る
ほ
う
が
重
要
だ
っ
た
の
で
す
。

　

古
代
の
人
事
評
価
制
度
は
、「
考こ

う
か課

」
と
呼
ば
れ
、
毎
年

自
分
が
所
属
す
る
役
所
の
長
官
か
ら
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

年
間
の
出
勤
日
数
が
合
計
何
日
、
そ
の
間
に
行
っ
た
業
務
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
総
合
し
て
、「
上
上
」〜「
下

下
」
の
九
段
階
評
価
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
毎
年
の
評
価

を
積
み
重
ね
、
四
〜
六
年
に
一
度
の
割
合
で
昇
進
の
機
会
が

あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、常
勤
で
四
年
間
す
べ
て
評
価
が
「
中

中
」
だ
と
そ
の
人
は
翌
年
一
階
級
昇
進
、四
年
間
す
べ
て
「
中

上
」
だ
と
三
階
級
上
が
り
、
給
料
も
増
え
ま
し
た
。
毎
年
の

考
課
に
対
し
て
位
階
が
昇
進
す
る
こ
と
を
「
選せ

ん
じ
ょ叙

」
と
言
い

ま
し
た
。

　

平
城
京
で
は
、
数
万
点
に
の
ぼ
る
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
一
三
〇
〇
年
前
の
勤
務
評
定
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
平
城
京
右
京
に
住
む
従
八
位
下
の
六
〇
歳
の
男
は
、
兵

部
省
に
勤
務
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
年
の
出
勤
日
数
が
百

○
日
（
百
以
下
欠
損
の
た
め
不
明
）
で
、
勤
務
日
数
が
足
り

ず
評
価
が
「
下
」
で
し
た
。
当
時
、
勤
務
規
定
日
数
は
大
よ

そ
二
百
日
で
そ
れ
を
大
き
く
下
回
っ
た
こ
と
か
ら
「
下
」
の

評
価
で
し
た
。
一
度
「
下
」
を
取
っ
て
し
ま
う
と
昇
進
は
ほ

ぼ
絶
望
的
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
人
は
六
〇
歳
で
、
従
八

位
と
か
な
り
昇
進
が
遅
い
人
の
よ
う
で
、
体
調
不
良
な
ど
な

ん
ら
か
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら
働
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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